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酒
本
幸
祐
さ
ん
の
巡
拝
記
─
─
刊
行
に
あ
た
っ
て
　
地
人
館
代
表
　
大
角 

修

　　　

酒
本
幸
祐
さ
ん
は
六
月
書
房
と
い
う
出
版
社
の
社
長
を
し
な
が
ら
、
故
郷
の
四
国
八
十
八
ヶ
所
を
は
じ
め
、
あ

ち
こ
ち
の
寺
社
詣
で
を
欠
か
さ
な
い
。
２
０
０
４
年
４
月
に
は
、
西
国
・
坂
東
・
秩
父
に
加
え
て
鎌
倉
三
十
三
観

音
巡
拝
の
記
録
『
菩
薩
の
風
景　

日
本
百
観
音
霊
場
巡
拝
記
』　

を
上
梓
さ
れ
た
。
本
書
は
そ
の
な
か
の
秩
父
巡

拝
の
部
分
を
再
編
集
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
近
年
、
霊
感
ス
ポ
ッ
ト
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
、
御
朱
印
集
め
と
い
っ
た
言
葉
と
と
も
に
、
寺
社
参
り

の
人
気
が
高
ま
っ
て
い
る
と
い
う
。
観
音
札
所
に
つ
い
て
も
、
各
地
の
霊
場
会
の
サ
イ
ト
を
は
じ
め
、
各
種
の
旅

行
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
な
ど
で
盛
ん
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
も
う
20
年
も
前
に
刊
行
さ
れ
た
観
音

霊
場
巡
拝
記
を
再
刊
し
た
の
は
、
昔
か
ら
庶
民
の
楽
し
み
だ
っ
た
「
信
心
の
旅
」
の
感
覚
が
よ
み
が
え
る
よ
う
に

思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

酒
本
さ
ん
は
古
い
友
人
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
信
心
深
い
よ
う
で
も
な
く
、
何
か
特
定
の
信
仰
を
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
も
な
い
。
そ
ん
な
強
い
信
仰
で
は
な
く
、
素
朴
に
神
仏
に
礼
拝
す
る
と
こ
ろ
に
味
わ
い
が
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、「
第
一
番　

誦
経
山
四
萬
部
寺
」
の
項
で
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
「
近
頃
で
は
巡
拝
す
る
人
も
、巡
礼
の
正
装
を
し
て
い
る
人
が
少
な
い
が
、買
っ
た
ば
か
り
の
白
衣
の
鮮
や
か
さ
、
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ず
た
袋
に
付
け
た
持
鈴
の
チ
リ
ー
ン
と
澄
ん
だ
音
、
そ
の
う
え
輪
袈
裟
に
金
剛
杖
と
、（
中
略
）
や
は
り
、
巡
礼

は
正
装
で
な
く
て
は
い
け
な
い
」

　

ま
た
、
秩
父
札
所
の
三
十
番
か
ら
三
十
四
番
ま
で
の
五
ヶ
寺
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

「
こ
の
最
後
の
五
ヶ
寺
は
、
寺
間
の
距
離
も
あ
り
、
歩
く
巡
礼
に
と
っ
て
は
根
性
が
い
る
場
と
な
る
。
観
音
様
の

ご
慈
悲
を
し
み
じ
み
感
じ
る
行
程
で
も
あ
る
。
車
で
廻
る
者
に
と
っ
て
は
、
秋
の
陽
の
中
、
澄
ん
だ
空
気
の
中
、

美
し
い
風
景
を
眺
め
な
が
ら
の
行
程
で
あ
っ
た
。
も
っ
た
い
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
」（「
秩
父
へ
の
道
」
よ
り
）

　

こ
の
「
も
っ
た
い
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
」
と
い
う
感
覚
を
近
年
流
行
の
寺
社
参
り
の
人
は
も
つ
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
か
。
観
音
堂
の
前
で
撮
っ
た
Ｖ
サ
イ
ン
の
写
真
を
メ
ー
ル
で
送
る
世
代
に
は
、
も
し
か
し
た
ら
、
消
え
て

し
ま
っ
た
感
覚
か
も
知
れ
な
い
。
と
い
っ
て
、
霊
的
な
も
の
へ
の
関
心
は
消
え
な
い
。
寺
社
参
り
か
ら
「
も
っ
た

い
な
い
」「
あ
り
が
た
い
」
と
い
う
素
朴
な
感
覚
が
失
わ
れ
た
と
き
、
そ
の
心
の
空
白
に
霊
感
と
か
怨
霊
と
か
の

恐
怖
が
し
の
び
よ
っ
て
き
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

　

こ
の
不
安
の
時
代
に
酒
本
幸
祐
さ
ん
の
巡
礼
記
は
、
ほ
ど
よ
く
信
心
深
く
て
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。
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第二十番・法王山岩之上堂　岩之上堂は、荒川河岸の岩の上にあること
から名がつけられた。寺の上方に道が造られるまでは、舟で荒川を渡り、
登って参拝していたそうだ。
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第二十四番・光智山法泉寺　寺伝では、観音信仰に篤い遊女が口中の病
で苦しんでいる時、秩父から来た僧が「白山観音を念じて用うべし」と
いい、一本の楊子を置いて行った。遊女がその通りにすると、病いはま
たたくまに治った。それ以来、法泉寺は病気快癒の祈願での参拝が多い
という。
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秩父三十四所（数字は札所の番号）
＊地図は、国土地理院の電子国土Webデータをもとに作成しました。
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秩父三十四観音朱印帖
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秩父三十四観音朱印軸
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秩
父
札
所
の
始
ま
り

　　　

観
音
霊
場
は
全
国
各
地
に
数
多
く
あ
る
が
、
た
い
て
い
三
十
三
観
音
霊
場
で
あ
る
。
三
十
三
観
音
と
い
わ
れ
る

由
縁
は
、『
妙
法
蓮
華
経
観
世
音
菩
薩
普
門
品
』
の
中
に
、
観
音
様
が
三
十
三
通
り
に
身
を
変
え
て
、
わ
れ
わ
れ

を
救
っ
て
下
さ
る
と
書
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
き
て
い
る
。
人
そ
れ
ぞ
れ
の
境
遇
に
合
せ
て
、
そ
の
人
が
一
番

よ
く
理
解
で
き
る
姿
で
現
れ
、
救
っ
て
く
だ
さ
る
と
い
う
の
だ
。
ま
た
三
十
三
は
、
単
に
数
を
表
わ
す
だ
け
で
な

く
、「
広
大
な
」「
無
限
の
」
と
い
う
表
現
で
も
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
秩
父
は
三
十
四
観
音
霊
場
な
の
だ
。
何
故
と
い
う
疑
問
に
答
え
る
に
は
、
観
音
霊
場
の
成
立
と
、
秩

父
三
十
四
観
音
霊
場
の
創
設
を
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
ご
く
手
短
か
に
観
音
霊
場
の
変
遷
を
書
く
こ
と

と
す
る
。

　

文
献
に
よ
れ
ば
、
観
音
霊
場
と
し
て
は
西さ
い

国ご
く

三
十
三
観
音
霊
場
が
最
初
で
あ
り
、
そ
の
創
設
は
古
く
、
平
安
時

代
・
寛
和
二
年
（
九
八
六
）
花か

山ざ
ん

法
皇
が
創
始
者
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
後
、
鎌
倉
時
代
初
期
、
三み

井い

寺で
ら

の
僧
覚か

く

忠ち
ゅ
うが

三
十
三
観
音
霊
場
を
巡
礼
し
た
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
そ
う

で
、
三
井
寺
の
僧
侶
た
ち
に
よ
っ
て
、
西
国
三
十
三
観
音
霊
場
は
盛
ん
に
巡
礼
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
と

同
時
に
民
衆
の
中
に
も
観
音
霊
場
巡
礼
は
盛
ん
と
な
り
、
社
会
通
念
と
し
て
武
士
や
庶
民
の
中
で
は
、
巡
礼
に
出
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る
こ
と
が
生
涯
に
お
け
る
務
め
と
考
え
て
い
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

　

西
国
三
十
三
観
音
霊
場
の
巡
礼
が
盛
ん
に
な
る
と
、
坂ば
ん

東ど
う

で
も
観
音
霊
場
へ
の
憧
れ
が
募
っ
て
き
た
が
、
西
国

へ
は
地
理
的
に
考
え
て
も
、
庶
民
が
巡
礼
す
る
に
は
遠
す
ぎ
る
。
そ
こ
で
西
国
に
倣な
ら

っ
て
、
坂
東
三
十
三
観
音
霊

場
が
制
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
西
国
霊
場
に
倣
っ
て
制
定
さ
れ
た
こ
と
は
、坂
東
霊
場
の
数
ヶ
寺
の
縁
起
に
、

西
国
霊
場
の
創
始
者
と
い
わ
れ
て
い
る
、
花
山
法
皇
が
巡
ら
れ
、
札
所
に
指
定
し
た
と
記
す
も
の
が
あ
る
。
勿も
ち

論ろ
ん

こ
の
こ
と
は
、
札
所
と
し
て
の
権
威
付
け
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

時
は
鎌
倉
時
代
の
初
期
で
あ
り
、
政
治
、
権
力
は
鎌
倉
に
あ
っ
て
、
坂
東
霊
場
を
制
定
す
る
こ
と
な
ど
は
容
易

な
こ
と
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。
そ
の
こ
と
は
一
番
札
所
か
ら
八
番
札
所
ま
で
と
、
十
四
番
が
鎌
倉
か
ら
始
ま
り
、
神

奈
川
県
下
に
あ
る
こ
と
で
も
分
か
る
。
以
降
の
寺
々
は
、
埼
玉
県
、
東
京
都
、
群
馬
県
、
栃
木
県
、
茨
城
県
、
千

葉
県
へ
と
七
都
県
に
わ
た
っ
て
東
京
湾
を
囲
む
よ
う
に
展
開
し
て
い
る
。

　

西
国
霊
場
の
隆
盛
な
こ
と
か
ら
、
坂
東
霊
場
を
制
定
し
た
こ
と
は
、
関
東
武
士
団
の
中
に
京
へ
の
憧
れ
も
あ
り
、

鎌
倉
幕
府
の
権
力
を
示
す
も
の
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
七
都
県
に
ま
た
が
る
広
い
霊
場
分
布
は
、

当
時
の
鎌
倉
幕
府
の
勢
力
範
囲
を
示
す
も
の
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

西
国
、
坂
東
と
観
音
信
仰
が
庶
民
の
中
に
も
盛
ん
に
な
る
と
、
観
音
霊
場
を
巡
礼
し
た
く
て
も
、
日
数
も
か
か

り
、
体
力
的
に
も
、
経
済
的
に
も
困
難
な
人
が
多
か
っ
た
は
ず
で
、
こ
の
人
々
の
観
音
信
仰
へ
の
思
い
を
か
な
え

る
た
め
に
、
狭
い
地
域
の
中
に
三
十
三
観
音
霊
場
を
創
設
す
る
、
地
方
霊
場
が
盛
ん
に
誕
生
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
地
方
霊
場
の
一
つ
が
、
秩ち
ち
ぶ父

観
音
霊
場
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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秩
父
霊
場
の
創
設
に
つ
い
て
は
、
資
料
と
し
て
確
認
で
き
る
の
は
長
享
二
年
（
一
四
八
八
）
の
後
期
室
町
時
代

で
、
一
般
に
言
う
戦
国
時
代
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
も
う
少
し
古
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
後
で
も
ふ
れ
る
が
、
こ

の
頃
の
秩
父
霊
場
は
、
現
在
の
三
十
四
観
音
霊
場
で
は
な
く
三
十
三
観
音
霊
場
で
あ
っ
た
。

　

秩
父
霊
場
の
創
設
が
戦
国
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
驚
い
た
こ
と
は
、
戦
国
時
代
は
覇
権
を
争
っ
て
武
士

団
が
戦
い
に
明
け
暮
れ
て
い
た
と
想
像
し
て
い
た
が
、
こ
の
時
代
に
観
音
霊
場
を
創
設
し
て
、
巡
拝
を
す
る
と
い

う
庶
民
の
逞た
く
まし
さ
で
あ
る
。
逆
に
戦
乱
の
世
だ
か
ら
こ
そ
、
観
音
様
に
来
世
を
託
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
い
ず

れ
に
し
て
も
、
戦
国
時
代
と
い
わ
れ
る
時
代
に
も
、
平
安
な
時
間
は
あ
っ
た
よ
う
だ
。
武
士
団
も
互
い
に
争
い
な

が
ら
も
、
農
繁
期
、
休
戦
期
、
戦
闘
期
な
ど
が
あ
っ
て
、
現
代
の
戦
争
と
は
異
な
り
、
ど
こ
か
信
義
を
重
ん
じ
る

サ
イ
ク
ル
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

さ
て
そ
こ
で
、
秩
父
が
三
十
四
観
音
霊
場
と
な
っ
た
時
期
で
あ
る
が
、
納
札
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
の
は
、
同

じ
く
戦
国
時
代
・
天
文
五
年
（
一
五
三
六
）
で
あ
り
、
秩
父
霊
場
創
設
よ
り
約
五
十
年
ほ
ど
後
の
こ
と
で
あ
る
。

　

何
故
、
三
十
四
観
音
霊
場
と
し
た
の
か
。
当
初
の
秩
父
霊
場
の
創
始
者
が
生
き
て
い
た
ら
、
あ
る
い
は
創
始
者

の
意
志
を
継
承
す
る
者
が
い
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
素
晴
し
い
知
恵
者
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
時
か
ら

現
代
ま
で
の
五
百
年
後
を
、
こ
れ
か
ら
続
く
五
百
年
、
千
年
後
を
見
通
し
た
、
天
才
的
な
知
恵
者
で
あ
っ
た
と
い

え
る
。

　

何
故
な
ら
、
西
国
三
十
三
観
音
、
坂
東
三
十
三
観
音
、
秩
父
三
十
三
観
音
で
は
合
せ
る
と
九
十
九
観
音
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
三
十
三
と
い
う
数
は
、
観
音
経
の
中
で
観
音
菩
薩
の
化
身
と
し
て
数
え
ら
れ
、
ま
た
「
無
限
」
と
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い
う
意
味
を
持
つ
こ
と
は
、
先
に
も
ふ
れ
た
通
り
で
あ
る
。
私
の
個
人
的
な
意
見
と
し
て
は
、
九
十
九
観
音
霊
場

の
方
が
、
よ
り
無
限
と
い
う
意
味
を
表
わ
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
だ
が
、
三
十
三
、三
十
三
、三
十
四
と
し
、

百
と
し
た
と
こ
ろ
に
、
秩
父
観
音
霊
場
の
創
設
者
の
知
恵
が
成
就
し
た
こ
と
に
な
る
。
百
と
い
う
数
字
は
語
呂
も

よ
く
、
達
成
し
た
、
完
成
し
た
と
い
う
感
が
強
い
。
九
十
九
と
い
う
数
字
が
無
限
を
感
じ
さ
せ
る
と
し
て
も
、
人

間
の
寿
命
は
有
限
で
あ
り
、
観
音
霊
場
巡
拝
も
ど
こ
か
で
結け
ち

願が
ん

し
、
思
い
が
観
音
様
に
届
い
た
実
感
が
ほ
し
い
。

そ
の
意
味
で
、
百
観
音
と
い
う
言
葉
は
結
願
を
表
わ
す
の
に
ふ
さ
わ
し
い
と
い
え
る
。

　

こ
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
時
、
観
音
様
が
集
ま
っ
て
百
体
と
な
っ
た
時
、
新
た
な
力
を
持
つ
仏
様
に
変
身
す
る

の
か
、
百
と
い
う
数
字
に
仏
教
的
な
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
っ
て
、
秩
父
三
十
三
番
札
所
・
菊き
く

水す
い

寺じ

に
電
話
を
入
れ
た
。

　

な
ぜ
菊
水
寺
か
と
い
う
と
、
秩
父
霊
場
巡
礼
中
、
菊
水
寺
住
職
と
思
わ
れ
る
方
が
、
大
変
に
博
識
だ
と
お
見
受

け
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
電
話
で
そ
の
こ
と
を
問
う
と
、「
百
と
い
う
言
葉
は
語
呂
も
よ
く
、
日
本
人
は
好
き

で
す
か
ら
ね
。
仏
教
的
に
は
特
に
意
味
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
簡
潔
に
答
え
て
下
さ
っ
た
。

　

か
く
し
て
、
秩
父
霊
場
は
、
三
十
四
観
音
札
所
と
な
る
こ
と
で
、
関
東
の
一
地
方
観
音
霊
場
で
あ
り
な
が
ら
、

名
刹
、
古
刹
、
大
寺
の
多
い
西
国
、
坂
東
観
音
霊
場
と
互
し
て
、
今
日
ま
で
隆
盛
で
あ
る
。
こ
の
特
異
さ
は
、
他

の
地
方
観
音
霊
場
の
衰
退
を
見
る
と
、
一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う
。
併
せ
て
、
日
本
百
観
音
霊
場
結
願
の
霊
場
と
し
て

の
栄
誉
と
、
日
本
三
大
霊
場
と
し
て
の
位
置
を
不
動
の
も
の
と
し
て
い
る
。

　

改
め
て
三
十
四
観
音
と
し
た
創
始
者
の
知
恵
の
深
さ
、
偉
大
さ
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
こ
そ
が
観
音
様
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の
智
恵
で
あ
ろ
う
か
。

　

ず
い
ぶ
ん
と
前
置
き
が
長
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
よ
り
秩
父
観
音
霊
場
を
理
解
し
て
い
た
だ
く
た
め
と
、
ご

容
赦
願
い
た
い
。

　
　
秩
父
へ
の
道

　
　
十
月
三
十
一
日
。
巡
拝
一
日
目
。

　　

秩
父
三
十
四
観
音
霊
場
巡
拝
に
出
た
。
錦
秋
と
い
う
言
葉
が
ふ
さ
わ
し
い
頃
で
あ
る
。

　

秩
父
は
埼
玉
県
に
あ
り
、
東
京
の
都
心
か
ら
北
西
方
に
位
置
し
て
い
て
、
険
し
い
山
塊
に
囲
ま
れ
た
盆
地
。

　

こ
れ
ほ
ど
、
遠
隔
、
辺
境
の
地
に
観
音
霊
場
を
創
設
し
た
こ
と
に
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
、
今
回
、

秩
父
霊
場
を
巡
拝
す
る
に
当
た
り
、
気
に
な
る
点
で
あ
っ
た
。

　

巡
拝
は
二
泊
三
日
の
予
定
で
あ
る
。
ど
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
見
て
も
、
車
の
巡
拝
は
二
泊
三
日
あ
れ
ば
余
裕
の

は
ず
で
あ
る
が
、
地
図
だ
け
が
頼
り
で
あ
り
、
日
没
の
早
い
晩
秋
、
盆
地
と
い
う
地
理
的
条
件
を
考
え
れ
ば
、
前

半
に
で
き
る
だ
け
多
く
廻
っ
て
お
く
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

　

秩
父
三
十
四
観
音
霊
場
は
秩
父
市
へ
の
入
口
、
荒
川
右
岸
の
札
所
か
ら
始
ま
り
、
右
岸
の
山
裾
の
札
所
を
廻

り
、
平
地
の
市
街
地
に
あ
る
札
所
へ
と
進
む
。
今
度
は
市
街
地
か
ら
奥
の
山
間
部
の
札
所
へ
、
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
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は
三
十
、三
十
一
、三
十
二
、三
十
三
、三
十
四
番
と
荒
川
左
岸
の
山
中
に
点
在
す
る
札
所
を
廻
り
結
願
す
る
。
狭
い

範
囲
の
中
に
あ
る
秩
父
観
音
霊
場
で
あ
る
が
、
こ
の
最
後
の
五
ヶ
寺
は
、
寺
間
の
距
離
も
あ
り
、
歩
く
巡
礼
者
に

と
っ
て
は
根
性
が
い
る
場
と
な
る
。観
音
様
の
ご
慈
悲
を
し
み
じ
み
感
じ
る
行
程
で
も
あ
る
。車
で
廻
る
者
に
と
っ

て
は
、
秋
の
陽
の
中
、
澄
ん
だ
空
気
の
中
、
美
し
い
風
景
を
眺
め
な
が
ら
の
行
程
で
あ
っ
た
。
も
っ
た
い
な
い
こ

と
で
あ
っ
た
。

　

さ
て
道
路
の
左
手
に
注
視
し
て
、
一
番
・
四し

萬ま

部ぶ

寺じ

入
口
の
看
板
を
探
し
て
い
る
の
だ
が
、
な
か
な
か
出
て
こ

な
い
。
た
え
ず
後
か
ら
大
型
車
が
追
っ
て
く
る
の
で
、
ス
ピ
ー
ド
を
落
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
道
路
も
狭
く
車
を

路
肩
に
止
め
る
こ
と
も
困
難
で
あ
り
、
本
当
に
走
り
に
く
い
道
で
あ
る
。
交
差
点
に
四
萬
部
寺
入
口
の
看
板
が
見

え
た
が
、
す
で
に
半
分
は
通
過
し
て
お
り
左
折
不
可
能
。
や
り
過
ご
し
て
先
で
Ｕ
タ
ー
ン
し
て
、
や
っ
と
一
歩
近

づ
い
た
と
い
っ
た
具
合
で
、
こ
の
先
ど
う
な
る
の
か
、
内
心
不
安
が
募
っ
た
。
こ
の
後
も
巡
拝
中
は
こ
の
パ
タ
ー

ン
の
繰
返
し
で
、
秩
父
霊
場
は
ス
ム
ー
ズ
に
廻
れ
ば
全
行
程
百
十
キ
ロ
弱
で
あ
る
が
、
私
の
車
は
二
百
キ
ロ
強
を

走
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

集
落
内
の
野
道
に
入
る
と
、
自
分
に
合
っ
た
ス
ピ
ー
ド
で
走
る
こ
と
が
で
き
、
看
板
も
よ
く
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
畑
の
中
の
道
を
少
し
走
る
と
、
小
さ
な
集
落
に
入
る
。
そ
の
一
番
奥
ま
っ
た
所
に
四
萬
部
寺
が
あ
っ
た
。
二

メ
ー
ト
ル
程
の
高
さ
の
玉
石
積
み
の
石
垣
の
上
に
山
門
が
あ
り
、寺
と
い
う
よ
り
庄
屋
と
い
っ
た
雰
囲
気
が
強
い
。

境
内
に
入
っ
て
も
、
寺
の
境
内
と
い
う
よ
り
庄
屋
の
庭
に
観
音
堂
が
建
っ
て
い
る
と
い
う
感
じ
で
あ
る
。
こ
の
四

萬
部
寺
が
示
す
よ
う
に
、
秩
父
霊
場
の
寺
々
は
、
寺
で
あ
る
こ
と
を
誇
示
す
る
で
も
な
く
、
風
景
や
空
気
と
一
体
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と
な
っ
て
、
自
然
な
形
で
巡
礼
を
迎
え
て
く
れ
る
。
気
取
ら
な
い
庶
民
の
信
仰
が
、
そ
こ
に
は
生
き
て
い
る
と
感

じ
た
。
本
当
に
あ
た
た
か
い
観
音
様
の
慈
悲
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
何
も
か
も
許
し
て
受
け
入
れ
て
く
れ
る
父
母
の

愛
の
よ
う
で
も
あ
る
。
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第
一
番
　
誦ず

経き
ょ
う

山さ
ん

四し

萬ま

部ぶ

寺じ

　　　

埼
玉
県
秩
父
市
栃
谷
四
一
八

　

曹
洞
宗

　

本
尊
・
聖
観
世
音
菩
薩

　

創
建
・
九
八
八
年

　

開
山
・
幻
通
上
人

　　

本
堂
は
元
禄
十
年
（
一
六
九
七
）
の
建
立
に
な
り
、
銅
葺
き
入
母
屋
造
り
の
立
派
な
も
の
で
、
市
の
文
化
財
に

指
定
さ
れ
て
い
る
。
秩
父
霊
場
で
は
屈
指
の
本
堂
と
い
え
る
。

　

寺
伝
に
よ
る
と
、
聖
武
天
皇
の
時
代
に
行
ぎ
ょ
う

基き

が
秩
父
を
訪
ね
て
、
観
音
像
を
彫
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の

観
音
像
が
現
在
の
本
尊
と
な
っ
て
い
て
、
寺
の
創
建
と
深
い
関
り
を
も
っ
て
い
る
。

　

西
国
三
十
三
観
音
霊
場
二
十
七
番
札
所
で
も
あ
る
円え
ん

教き
ょ
う

寺じ

を
開
基
し
た
性

し
ょ
う

空く
う

上し
ょ
う

人に
ん

は
、
こ
の
観
音
像
の
こ
と

を
知
っ
て
い
て
、
自
ら
の
死
を
前
に
し
て
、
弟
子
の
幻げ
ん

通つ
う

に
「
自
分
に
代
っ
て
秩
父
へ
行
き
、
こ
の
観
音
を
奉
じ

て
教
化
せ
よ
」
と
命
じ
た
。
幻
通
上
人
は
秩
父
に
下
り
、
四
万
部
の
教
典
を
読
み
、
教
塚
を
建
て
た
と
こ
ろ
か
ら
、
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四
萬
部
寺
が
始
ま
っ
た
。

　

一
番
札
所
ら
し
く
、
巡
拝
用
品
を
売
る
店
も
あ
り
、
線
香
、
ロ
ー
ソ
ク
な
ど
の
他
、
背
中
に
南
無
観
世
音
菩
薩

と
墨
書
し
た
白
衣
を
求
め
、
い
よ
い
よ
秩
父
観
音
霊
場
の
巡
礼
と
な
っ
た
。

　

灯
明
を
点
し
、
線
香
を
焚
き
、
納
札
、
そ
し
て
経
を
読
む
の
で
あ
る
が
、
い
つ
も
の
こ
と
な
が
ら
、
手
順
が
ギ

ク
シ
ャ
ク
す
る
。
五
、六
番
札
所
あ
た
り
で
、
よ
う
や
く
落
着
い
て
く
る
。
経
は
本
来
な
ら
ば
観
音
経
な
の
だ
ろ

う
が
、
観
音
経
は
長
く
て
よ
く
憶
え
て
い
な
い
た
め
、
般
若
心
経
と
、
本
尊
の
観
音
様
の
真
言
を
唱
え
る
こ
と
に

し
た
。
寺
で
の
読
経
は
気
持
ち
の
い
い
も
の
で
あ
る
。
時
々
お
経
が
つ
っ
か
え
る
と
、
黙
っ
て
苦
笑
す
る
観
音
様

の
顔
が
浮
か
ぶ
よ
う
で
あ
っ
た
。

　

参
拝
を
終
え
て
境
内
を
出
よ
う
と
し
た
時
、
境
内
の
外
の
雑
木
林
の
中
に
あ
る
柿
の
実
が
、
秋
の
光
の
中
で
鮮

や
か
に
輝
い
て
い
る
の
を
見
付
け
た
。
そ
こ
で
、

　　

柿
の
実
の
鮮
や
か
に
し
て
陽
の
光

　
と
書
き
留
め
た
。
作
句
の
方
も
出
足
は
快
調
と
自
讃
し
て
ほ
く
そ
笑
ん
だ
。

　

近
頃
で
は
巡
拝
す
る
人
も
、
巡
礼
の
正
装
を
し
て
い
る
人
は
少
な
い
が
、
買
っ
た
ば
か
り
の
白
衣
の
鮮
や
か
さ
、

ず
た
袋
に
付
け
た
持じ

鈴れ
い

の
チ
リ
ー
ン
と
澄
ん
だ
音
、
そ
の
う
え
輪わ

袈げ

裟さ

に
金こ

ん

剛ご
う

杖づ
え

と
、
私
は
何
度
も
巡
っ
た
四
国

八
十
八
所
霊
場
仕
込
み
の
、
巡
礼
の
正
装
で
あ
る
。
や
は
り
、
巡
礼
は
正
装
で
な
く
て
は
い
け
な
い
。
信
仰
心
に
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変
わ
り
な
い
と
言
う
者
も
い
る
が
、正
装
は
よ
り
信
仰
心
を
高
め
て
く
れ
る
。
信
仰
心
の
薄
い
者
は
、正
装
に
よ
っ

て
、
そ
の
心
を
ふ
る
い
起
こ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
形
は
心
を
も
高
め
て
く
れ
る
。

　

そ
の
時
、
四
人
連
の
婦
人
に
声
を
か
け
ら
れ
た
。「
そ
の
鈴
の
音
は
き
れ
い
ね
。
ど
こ
で
売
っ
て
い
る
の
？
」。

こ
れ
が
婦
人
方
の
興
味
の
対
象
で
あ
っ
た
。
話
し
て
い
る
間
に
、
こ
の
婦
人
た
ち
は
群
馬
か
ら
来
て
い
て
、
こ
れ

か
ら
五
番
札
所
ま
で
廻
っ
て
、
温
泉
に
泊
っ
て
帰
る
と
い
っ
た
。
最
年
少
の
案
内
役
の
婦
人
が
車
を
運
転
し
て
い

て
、
以
前
も
秩
父
霊
場
を
廻
っ
た
と
語
っ
た
。
よ
か
っ
た
ら
五
番
ま
で
案
内
し
ま
す
か
ら
、
車
に
付
い
て
く
る
よ

う
に
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
遅
れ
を
取
り
戻
す
に
は
あ
り
が
た
い
と
、
婦
人
の
車
を
追
っ
て
二
番
札
所
へ
と
出

発
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
こ
の
婦
人
は
ス
ピ
ー
ド
狂
？
で
あ
っ
た
。
五
十
歳
過
ぎ
と
見
受
け
た
が
、
な
か
な
か
の
運
転
技
術
で

早
い
早
い
。
静
か
な
集
落
や
、
野
道
を
、
な
ぜ
そ
れ
ほ
ど
早
く
走
る
必
要
が
あ
る
の
か
と
思
う
ほ
ど
で
、
私
も
懸

命
に
追
う
の
だ
が
、
時
々
見
失
っ
た
。
ど
う
や
ら
車
に
乗
る
と
、
人
が
変
わ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
道
も
覚
え
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
二
度
三
度
と
道
を
間
違
え
て
、
集
落
の
人
に
聞
い
て
や
っ
と
着
い
た
と
い
う
感

じ
で
あ
っ
た
。

　

二
番
・
真し
ん

福ぷ
く

寺じ

は
、
秩
父
三
十
三
観
音
霊
場
が
、
三
十
四
観
音
霊
場
と
な
る
た
め
に
加
え
ら
れ
た
寺
で
あ
る
。

山
裾
か
ら
一
気
に
山
を
駆
け
登
る
と
い
っ
た
感
じ
で
あ
り
、
秩
父
霊
場
の
最
初
の
難
所
で
あ
る
。
乗
用
車
が
一
台

通
れ
る
ほ
ど
の
玉
砂
利
の
ゴ
ロ
ゴ
ロ
す
る
、未
舗
装
の
道
を
一
気
に
登
る
。
杉
林
を
抜
け
る
と
雑
木
林
に
な
っ
て
、

視
界
が
拡
け
た
辺
り
で
、
階
段
の
上
の
岩
場
に
建
つ
観
音
堂
が
見
え
て
く
る
。
草
を
刈
っ
た
だ
け
の
階
段
下
の
駐
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車
場
か
ら
、
急
な
階
段
を
登
り
切
る
と
、
岩
場
を
削
っ
た
狭
い
境
内
い
っ
ぱ
い
に
、
立
派
な
観
音
堂
が
木
々
に
囲

ま
れ
建
っ
て
い
た
。
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第
二
番
　
大お

お

棚だ
な

山さ
ん

真し
ん

福ぷ
く

寺じ

　　　

埼
玉
県
秩
父
市
山
田
三
〇
九
五

　

曹
洞
宗

　

本
尊
・
聖
観
世
音
菩
薩

　

開
山
・
大
棚
禅
師

　　

山
の
中
、
木
々
に
囲
ま
れ
て
ポ
ッ
と
建
つ
本
堂
は
、
そ
の
静
か
な
分
だ
け
時
の
流
れ
を
教
え
て
く
れ
る
。
お
堂

の
柱
、
壁
、
天
井
と
、
隙
間
な
く
重
ね
る
よ
う
に
貼
ら
れ
て
変
色
し
た
千
社
札
か
ら
、
古
の
人
の
思
い
が
伝
わ
っ

て
く
る
よ
う
で
あ
っ
た
。

　

寺
伝
に
よ
れ
ば
、
真
福
寺
を
開
山
し
た
大
棚
禅
師
が
岩
屋
で
修
行
し
て
い
る
と
、
鬼
と
な
っ
た
老
婆
が
現
れ
禅

師
に
す
が
っ
た
。
禅
師
は
堂
を
建
て
供
養
す
る
と
、
老
婆
は
帰
依
の
し
る
し
と
し
て
竹
の
杖
を
遺
し
た
。
そ
の
堂

が
寺
の
始
ま
り
で
あ
り
、
杖
は
寺
宝
と
し
て
い
る
と
い
う
。

　

現
在
は
無
住
の
寺
で
あ
る
が
、
江
戸
初
期
に
は
大
寺
院
で
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）

の
火
災
で
堂
宇
は
焼
失
し
、
明
治
三
十
七
年
（
一
九
〇
四
）
に
な
っ
て
、
現
在
の
堂
が
再
建
さ
れ
た
。
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真
福
寺
の
石
段
を
下
り
て
い
る
と
、
秩
父
市
街
が
一
望
で
き
る
。
市
街
地
を
包
む
よ
う
に
、
南
側
に
、
秩
父
の

シ
ン
ボ
ル
で
も
あ
る
武ぶ

甲こ
う

山さ
ん

を
中
心
に
、
千
二
百
メ
ー
ト
ル
級
の
険
し
い
山
脈
が
続
き
、
四
方
す
っ
ぽ
り
と
山
に

囲
ま
れ
た
地
形
が
見
て
取
れ
る
。
小
ぶ
り
の
擂す
り

鉢ば
ち

の
よ
う
な
、
盆
地
と
な
っ
て
い
る
。
霊
場
の
寺
院
が
全
て
見
え

る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
地
形
に
、
地
図
上
に
示
さ
れ
た
三
十
四
観
音
札
所
を
重
ね
て
み
る
と
、
三
十
番
以
降

三
十
四
番
ま
で
の
五
ヶ
寺
が
、
こ
の
盆
地
か
ら
外
側
に
外
れ
て
い
る
が
、
盆
地
の
中
心
で
あ
る
市
街
地
を
中
心
に
、

遠
く
近
く
、
ま
た
疎
密
に
位
置
し
て
、
同
心
円
を
描
く
よ
う
に
札
所
の
寺
が
点
在
す
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
ど

こ
か
太
陽
系
、
銀
河
系
を
連
想
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
当
初
か
ら
感
じ
て
い
た
、
秩
父
霊
場
に
対
す
る
宇
宙
感
と

い
っ
た
も
の
が
具
現
し
た
思
い
で
驚
い
た
。

　

今
も
昔
も
交
通
の
便
が
良
い
と
は
い
え
ず
、
耕
地
が
少
な
く
寒
村
で
あ
っ
た
こ
の
地
に
、
観
音
霊
場
を
創
設
し

た
背
景
に
は
、
何
か
大
き
な
意
図
が
働
い
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
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第
三
十
四
番
　
日に

っ

沢た
く

山さ
ん

水す
い

潜せ
ん

寺じ

　　　

埼
玉
県
秩
父
郡
皆
野
町
下
日
野
沢
三
五
二
二

　

曹
洞
宗

　

本
尊
・
千
手
観
世
音
菩
薩

　　

入
口
か
ら
は
、
か
な
り
急
な
登
り
板
で
あ
る
。
杉
林
の
道
の
横
を
小
さ
な
沢
が
流
れ
て
い
て
、
水
音
が
聞
こ
え

て
く
る
。
杉
林
で
陽
が
届
か
ず
、
全
体
に
湿
気
の
多
い
道
で
あ
る
。
山
肌
に
百
観
音
の
小
さ
な
石
仏
が
並
ぶ
前
を

抜
け
る
と
、
あ
ま
り
広
い
と
は
い
え
な
い
境
内
に
出
る
。
そ
の
境
内
い
っ
ぱ
い
に
六
間
四
面
の
大
き
な
本
堂
が
、

岩
壁
に
背
を
寄
せ
て
建
ち
、
庫
裡
、
百
観
音
結
願
堂
が
並
ぶ
。
山
懐
の
小
さ
な
平
場
に
あ
る
と
い
っ
た
感
じ
た
。

　

境
内
奥
に
は
「
水
潜
り
の
岩
屋
」
が
あ
り
、
か
つ
て
こ
こ
に
観
音
像
が
祀
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
水
潜
寺
の
名

前
が
あ
る
と
い
う
。
こ
の
他
、
こ
の
寺
に
は
水
に
か
か
わ
る
伝
説
も
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。

　

百
観
音
巡
礼
の
結
願
の
寺
ら
し
く
、
ど
っ
し
り
と
し
た
重
厚
さ
が
あ
り
、
何
よ
り
山
懐
の
中
、
静
寂
で
強
い
霊

気
が
感
じ
ら
れ
た
。

　

高
床
の
本
堂
の
内
陣
に
入
っ
て
参
拝
。
結
願
の
寺
で
あ
り
、
無
事
の
結
願
の
お
礼
も
こ
め
て
般
若
心
経
七
巻
を
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唱
え
た
。「
結
願
香
」
な
る
線
香
も
求
め
た
。

　

納
経
の
折
、
寺
の
奥
方
と
思
わ
れ
る
婦
人
が
、
寺
の
沿
革
な
ど
、
て
い
ね
い
に
教
え
て
く
れ
た
。

　

こ
の
寺
の
創
建
は
古
く
、
天
長
年
間
（
八
二
四
〜
三
四
）
の
頃
で
、
こ
の
地
方
に
大
旱
魃
が
あ
っ
た
。
こ
の
時
、

旅
の
僧
が
破
風
山
の
西
の
峠
に
「
澍
甘
露
法
雨
」
と
書
い
た
札
を
立
て
、
ひ
た
す
ら
観
音
を
拝
む
よ
う
に
と
伝
え

た
と
い
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
雨
が
降
り
始
め
、
豊
作
と
な
っ
た
。
こ
の
時
、
観
音
を
拝
ん
だ
堂
が
水
潜
寺
に
な
っ

た
と
い
う
の
だ
。

　

そ
の
後
、
天
文
元
年
（
一
五
三
二
）
に
大
通
院
二
世
敬
翁
性
遵
和
尚
が
中
興
開
山
と
し
て
、
水
潜
寺
と
称
し
た

と
い
う
。

　

本
堂
横
の
結
願
堂
に
も
参
拝
し
た
。
秩
父
三
十
四
観
音
霊
場
の
結
願
で
あ
る
が
、
西
国
、
坂
東
、
そ
し
て
秩
父

の
百
観
音
巡
拝
が
終
っ
た
後
の
参
拝
で
あ
れ
ば
、
今
の
気
持
ち
と
ど
う
違
う
だ
ろ
う
か
。
も
っ
と
大
き
な
感
動
が

あ
る
の
だ
ろ
う
か
と
想
像
し
た
。

　

帰
路
の
下
り
の
参
道
は
、
し
っ
か
り
金
剛
杖
を
つ
き
な
が
ら
、
持
鈴
を
響
か
せ
て
、
一
歩
一
歩
ゆ
っ
く
り
と
歩

い
た
。

　　

千
手
と
は
救
い
の
深
き
菩
薩
か
な

　　

水
潜
寺
の
本
尊
を
思
い
な
が
ら
、
心
静
か
に
一
句
詠
ん
だ
。
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あ
り
が
た
き
は
、
南
無
観
世
音
菩
薩
。
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1983 年　霊園情報誌『霊園ガイド』を創刊、今日に至る。

以降、霊園ガイドへ掲載のため全国の霊場、社寺の取材参拝を続けている。
主に、四国八十八ヶ所霊場、秩父三十四観音霊場、西国三十三観音霊場、
坂東三十三観音霊場を巡拝し百観音巡拝を達成。他に鎌倉三十三観音霊
場、みちのく三十三観音霊場など、社寺巡拝は多く、近年は修験道に関
心をもち、かつて修験道の盛んだった社寺を中心に取材参拝を続けてい
る。

酒本幸祐（さかもと　こうすけ）

地人館 E-books オンデマンド版
紙面のイメージは電子版と異なります。

著者　酒
さか

本
もと

幸
こう

祐
すけ

　

初版発行　2021 年 7 月 26 日

発行　地
ち

人
じん

館
かん

〒 116-0014 東京都荒川区東日暮里 6-56-6 長戸ビル３階
Tel 03-6806-7937　Fax03-6806-7939
http://chijinkan.com/

印刷・製本　有限会社 朋栄ロジスティック
©2021 Kousuke Sakamoto

観
か ん

音
の ん

霊
れ い

場
じょう

巡
じゅん

拝
ぱ い

記
き

１　秩
ち ち

父
ぶ

三
さ ん

十
じゅう

四
よ ん

札
ふ だ

所
し ょ


